
施
政
者
を
中
心
と
し
て
､
厚
い
信
仰
が
注
が
れ
て
来
た
こ

と
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
｡

じ
の

宮
内
町
史

地
誌
紀
行
編
七
四
〇
ペ
ー
ジ
に
は
､
地
御

前
五
月
五
日
祭

(厳
島
図
会
巻
之
四
)
と
い
う
文
字
が
見

ら
れ
'
往
時
の
脹
わ
い
が
見
事
に
写
し
出
さ
れ
て
い
ま
す
｡

厳
島
神
社
社
務
所
の
方
が

｢御
陵
衣
祭
｣
に
関
し
て
､

い
つ
頃
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
問
い
に
対
し
嘉
禎
二
年

(
二

一三
六
年
)
三
月
の
時
点
で
収
蔵
さ
れ
て
い
た
装
束

目
録
の
中
に
､
す
で
に

｢流
鏑
馬
装
束
｣
と
し
て

｢水
牛
｣

と

｢笠
｣
(四
つ
)
と

｢
泥
障
｣
等
の
記
載
が
見
ら
れ
ま

す
｡
(
こ
の
年
の
十
月
十
三
日
に
改
築
さ
れ
た
新
し
い
社

に
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
｡
清
盛
の
造
営
以
来

六
十
八
年
を
経
て
､
痛
み
荒
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
｡
)

-
ご
回
答

引
用
の
七
-

そ
の
他
に
も
､
大
内
義
隆
の
こ
ろ

｢外
宮
御
神
事
｣
の

｢師
子
舞
｣
(獅
子
舞
)
が
端
午
の
日
に
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
や
､
元
和
年
間

(
一
六

1
五

～
一
六
二
四
年
)
に
､
地

御
前
で
の
流
鏑
馬
に
つ
い
て
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
と
記

載
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

七
､
舞
楽

｢陵
王
｣
と
御
陵
衣
祭
に
つ
い
て

｢厳
島
神
社

年
中
行
事
の
主
な
も
の
｣
を
､
厳
島
神

社

社
務
所
に
て
拝
受
し
､
年
中
を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

お
祭
り
に
於
い
て
'
上
演
さ
れ
る
舞
楽
等
の
一
覧
表
を
見

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
､
旧
暦
五
月
五
日

摂
社
地
御
前

神
社
祭

午
後
二
時

祭
典
後
に
､
舞
楽
と
あ
り
'
曲
目

は

一
定
し
て
い
な
い
｡
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡
ま
た
､
流

鏑
馬

(や
ぶ
さ
め
)
が
行
わ
れ
る
｡
と
書
か
れ
て
い
ま
す
｡

次
に
掲
げ
る
写
真
は
､
数
年
前
の
桃
花
祭
の
折
私
が
写

し
た
陵
王
の
舞
で
す
が
､
大
勢
の
拝
観
者
が
舞
台
を
取
り

囲
ん
で
い
て
､
と
て
も
写
す
の
は
無
理
だ
と
思

っ
て
い
た

と
こ
ろ
､
前
に
い
た
二
～
三
人
の
カ
メ
ラ
マ
ン
が
動
い
た

た
め
､
運
よ
-
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
き
る
こ
と
が
で
き
た

一
枚

で
す
｡

舞楽 ｢陵王｣ ｢棚守房顕が､その子､長松丸に

苑てた当社の年中行事の執行責任権限を伝えた文章(｢野坂文書｣)には地御前神社祭の舞楽を｢龍王｣と書いております｡｢陵王｣の意ですが､この点からも｢御陵衣祭｣が陵王の衣を着る舞楽ではない事が-0｣

と
あ
り
ま
す
｡

こ
の
時
の
'
陵
王
の
舞
は
､
美
し
い
雅

楽
の
調
べ
と
共

に
､
優
雅
で
あ
り
､
そ
し
て
神
秘
的
で
何

と
も
厳
か
な
動

き
と
躍
動
感
に
､
魅
了
さ
れ
強
い
イ
ン
パ

ク
ト
に
､
圧
倒

さ
れ
る
よ
う
な
思
い
が
い

た
し
ま
し
た
｡

舞
楽
に
関
わ
る
こ
と
で
す
が
'
廿
日
市

町
史
に
は
､
御

陵
衣
祭
に
上
演
さ
れ
る
の
は

｢陵
王
｣
｢納

曽
利
｣
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
｡

し
か
し
'
｢地
御
前
神
社
祭

舞
楽

曲
目
は

1
定
し

て
い
な
い
｡
｣
と
､
年
中
行
事
に
記
さ
れ

て
い
る
の
を
見

て
'
如
何
し
た
こ
と
な
の
か
と
､
お
尋
ね

し
た
と
こ
ろ
'

多
分
そ
の
年
に

｢陵
王
｣
｢納
曽
利
｣
が

上
演
さ
れ
た
の

で
､
町
史
の
方
に
は
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で

し
た
｡
そ
の
時
の
舞
手
の
方
に
よ
っ
て
､
上
演

さ
れ
る
曲
目
が

決
ま
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
｡

従

っ
て

｢御
陵
衣
祭
｣
が

｢陵
王
｣
の

衣
を
着
る
舞
楽

の
祭
典
で
は
な
い
こ
と
は
､
左
の
通
り
で
す
｡

ノ

八
㌧
お
わ
り
に

美
し
い
瀬
戸
内
の
沿
岸
部
に
育

っ
た
人
々

は
､
幼
い
頃
か

ら
厳
島
へ
の
信
仰
や
年
中
行
事
等
へ
の
関
わ

り
を
も
っ
て
､

暮
ら
し
て
来
た
こ
と
と

思
わ
れ
ま
す
｡

古
老
か
ら
伝
え
聞
-
､
市
杵
島
姫
の
伝

説
等
も
､
厳
島

に
対
す
る
敬
意
や
憧
れ
の
よ
う
な
も
の
を

も
っ
て
耳
を
傾

け
た
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
｡

い
つ
の
頃
か
ら

｢御
陵
衣
｣
の
字
を
あ
て

る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
は
判
然
と
は
し
な
い
け
れ
ど
､
｢御
霊
会
｣

の
字

はば
か

を
憤

っ
た
か
嫌

っ
て
な
の
か

｢御
陵
衣
｣

と
書
き
変
え
た

可
能
性
も
あ
る
と

の
こ
と
で
す
｡

い
づ
れ
に
せ
御
陵
衣
祭
が
こ
の
よ
う
に

長
-
続
き
得
た

の
は
､
そ
れ
を
支
え
続
け
た
地
元
の
人
々

の
純
朴
で
崇
高

な
信
仰
が
あ
っ
た
こ
そ
と
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
｡
御
指
導

い
た
だ
い
た
佐
伯
様
等
社
務
所
の
方
々
に

､
心
か
ら
厚
-

感
謝
申

し
あ
げ
ま
す
｡

先
人
達
の
優
れ
た
文
化
遺
産
を
尊
び
､

伝
統
的
行
事
等

を
､
次
の
世
代
へ
継
承
し
て
い
-
こ
と
は

､
現
在
の
私
達

の
大
き
な
使
命
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
｡

(終
わ
り
に
な
り
恐
縮
で
す
が
､
前
号
の

｢氷
川
静
優
｣

小
学
校
長
名
が
違

っ
て
お
り
失
礼
を
お
わ
び


